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一
場 

�
◆
夏
。
例
年
の
ご
と
く
、
き
ゅ
う
り
を
育
て
る
二
郎
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
、
二
郎
、
お
母
さ
ん 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
前ま
え

の
圃は
た
け

に
ま
い
た
、
い
ろ
い
ろ
の
野
菜
や
さ
い

の
種
子
た
ね

が
、
雨あ
め

の
降ふ
っ
た
後あ
と

で
、 

か
わ
い
ら
し
い
芽め
を
 
黒
土
く
ろ
つ
ち

の
面お
も
て

に
出だ
し
た
の
を
見み
ま
し
た
。 

 
小ち
い

さ
な
ち
ょ
う
の
羽は
ね

の
よ
う
に
、
二
つ
、
葉は
を
そ
ろ
え
て
芽め
を
出だ
し
は
じ
め
た
の
は
、 

き
ゅ
う
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
そ
の
ほ
か
に
も
 
か
ぼ
ち
ゃ
、
と
う
も
ろ
こ
し
の
芽め
な
ど
が
 
生は
え
て
き
ま
し
た
。 

 
き
ゅ
う
り
は
、
だ
ん
だ
ん
と
細ほ
そ

い
糸い
と

の
よ
う
な
つ
る
を
出だ

し
ま
し
た
。 

お
母か
あ

さ
ん
は
、
き
ゅ
う
り
の
植う
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
た
な
を
造つ
く

っ
て
や
り
ま
し
た
。 

た
な
と
い
っ
て
も
、
垣
根
か
き
ね

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
き
ゅ
う
り
の
つ
る
は 

か
ら
み
つ
い
て
、
の
び
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
や
が
て
、
ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
野
菜
や
さ
い

の
芽め

も
大お
お

き
く
な
り
ま
し
た
が
、 

い
つ
し
か
 
き
ゅ
う
り
の
つ
る
は
、
そ
の
垣
根
か
き
ね

に
い
っ
ぱ
い
に
は
い
ま
わ
っ
て
、 

青
々
あ
お
あ
お

と
し
た
、
厚あ
つ

み
の
あ
る
、
そ
し
て
、
白し
ろ

い
と
げ
の
よ
う
な
う
ぶ
毛げ
を
も
っ
た
葉は

が 

し
げ
り
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

 
そ
の
う
ち
に
、
黄
色
き
い
ろ

の
、
小ち
い

さ
な
花は
な

が
咲さ
き
ま
し
た
。
そ
の
花は
な

の
し
ぼ
ん
だ
後あ
と

に
は
、 

青あ
お

い
青あ
お

い
、
細
長
ほ
そ
な
が

い
実み
が
 
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
毎
年
ま
い
と
し

、
夏な
つ

に
な
る
と
、
こ
う
し
て
 
き
ゅ
う
り
の
な
る
の
を 

見み

る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
初は
つ

な
り
の
時
分
じ
ぶ
ん

に
は
、
ど
ん
な
に
そ
れ
を
見み

る
の
が 

楽た
の

し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

二
郎 

「
も
う
、
あ
ん
な
に
大お
お

き
く
な
っ
た
。」 
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と
、
彼か
れ

は
、
毎
日
ま
い
に
ち

の
よ
う
に
、
家う
ち

の
前ま
え

の
圃は
た
け

に
出で

て
は
、
き
ゅ
う
り
の
葉
蔭
は
か
げ

を 
の
ぞ
い
て
、
一
日に
ち

ま
し
に
大お
お

き
く
な
っ
て
ゆ
く
、
青あ
お

い
実み

を
見み

て
は
、 

よ
ろ
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
い
く
つ
も
き
ゅ
う
り
の
実み

は
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中な
か

に
、
い
ち
ば
ん
先さ
き

に 

な
っ
た
の
が
、
い
ち
ば
ん
大お
お

き
く
み
ご
と
に
で
き
ま
し
た
。 

二
郎 

「
お
母か
あ

さ
ん
、
き
ゅ
う
り
が
あ
ん
な
に
大お
お

き
く
な
り
ま
し
た
よ
。」 

と
、
二
郎
じ
ろ
う

は
、
外そ
と

か
ら
家い
え

の
内な
か

に
入は
い

る
と
、
毎
日
ま
い
に
ち

の
よ
う
に
母
親
は
は
お
や

に
告つ
げ
ま
し
た
。 

お
母
さ
ん 

「
ほ
ん
と
う
に
、
い
い
き
ゅ
う
り
が
な
っ
た
ね
。」 

と
、
お
母か
あ

さ
ん
は
い
わ
れ
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
そ
の
き
ゅ
う
り
が
 
よ
く
て
よ
く
て
、
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
毎
日
ま
い
に
ち

そ
れ
に
、
さ
わ
っ
て
み
て
は
、
も
い
で
も
い
い
時
分
じ
ぶ
ん

で
は
な
い
か 

と
思お
も

っ
て
い
ま
し
た
。 
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二
場 

�
◆
あ
る
日
。
お
母
さ
ん
が
二
郎
に
、
き
ゅ
う
り
を
水
神
さ
ま
に
捧
げ
る
よ
う
に
言
う
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
、
二
郎
、
お
母
さ
ん 

 
あ
る
日ひ
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
お
母か
あ

さ
ん
は
、
二
郎
じ
ろ
う

に
向む
か
っ
て
、 

お
母
さ
ん 

「
二
郎
じ
ろ
う

や
、
あ
の
大お
お

き
く
な
っ
た
き
ゅ
う
り
を
も
い
で
お
い
で
な
さ
い
。 

つ
る
を
い
た
め
な
い
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
さ
み
が
あ
る
か
ら
、
上
手
じ
ょ
う
ず

に
 
も
い
で
お
い
で
。」 

と
い
わ
れ
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
さ
っ
そ
く
圃は
た
け

へ
と
勇い
さ

ん
で
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
は
さ
み
を
握に
ぎ

っ
て
、 

葉
蔭
は
か
げ

を
の
ぞ
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
大お
お

き
な
き
ゅ
う
り
が
 
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
ま
す
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
な
ん
と
な
く
 
そ
れ
を
も
ぐ
の
が
 
し
の
び
な
い
よ
う
な
、
哀あ
わ

れ
な
よ
う
な
、 

惜お
し
い
よ
う
な
気き
が
し
て
 
し
ば
ら
く
そ
こ
に
立た
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
、
夢ゆ
め

の
よ
う
に
、
き
ゅ
う
り
が
芽め

を
出だ

し
た
ば
か
り
の 

姿す
が
た

や
、
や
っ
と
竹た
け

に
か
ら
み
つ
い
て
、
黄
色
き
い
ろ

な
花は
な

を
咲さ
か
せ
た
時
分
じ
ぶ
ん

を
思お
も

い
出だ
す
と
、 

ほ
ん
と
う
に
こ
の
実み

を
つ
る
か
ら
切き

り
離は
な

す
の
が
 
か
わ
い
そ
う
で 

な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
チ
ョ
キ
ン
と
き
ゅ
う
り
を
も
ぎ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
鼻は
な

に
あ
て
て 

匂に
お

い
を
か
い
だ
り
、
も
っ
と
自
分
じ
ぶ
ん

の
目め

に
近ち
か

づ
け
て
、
こ
の
い
き
い
き
と
し
た
、 

と
り
た
て
の
、
新あ
た
ら

し
い
青あ
お

い
実み
を
 
な
が
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

二
郎 

「
お
母か
あ

さ
ん
、
こ
れ
を
ど
う
し
て
食た
べ
る
の
？
」 

と
、
二
郎
じ
ろ
う

は
た
ず
ね
ま
し
た
。 

お
母
さ
ん 

「
ま
あ
、
み
ご
と
な
、
い
い
初は
つ

な
り
で
す
ね
。
こ
れ
は
食た

べ
る
の
で
は 

あ
り
ま
せ
ん
。
お
ま
え
が
、
釣つ

り
に
い
っ
た
り
、
泳お
よ

ぎ
に
い
っ
た
り
す
る
か
ら
、 



  

5 │ 劇団ののと読む 小川未明「遠くで鳴る雷」 

水
神
す
い
じ
ん

さ
ま
に
あ
げ
る
の
で
す
。」 

と
、
お
母か
あ

さ
ん
は
い
わ
れ
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
そ
れ
を
聞き

く
と
、
な
ん
だ
か
惜お

し
い
よ
う
な
気き

の
う
ち
に
も
、 

ひ
と
つ
の
さ
び
し
さ
を
感か
ん

じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

二
郎 

「
水
神
す
い
じ
ん

さ
ま
は
、
き
ゅ
う
り
を
た
べ
な
さ
る
の
？
」 

お
母
さ
ん 

「
き
ゅ
う
り
は
、
ぶ
か
ぶ
か
と
流な
が

れ
て
、
遠と
お

い
遠と
お

い
海う
み

の
方ほ
う

へ 

い
っ
て
し
ま
う
の
で
す
よ
。
そ
れ
で
も
お
ま
え
の

志
こ
こ
ろ
ざ
し

だ
け
は
、 

水
神
す
い
じ
ん

さ
ま
に
通と
お

る
の
で
す…

…

。」 

と
、
お
母か
あ

さ
ん
は
哀あ
わ

れ
っ
ぽ
い
声こ
え

で
い
わ
れ
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
自
分
じ
ぶ
ん

の
名な

を
そ
の
き
ゅ
う
り
に
書か

き
ま
し
た
。
き
ゅ
う
り
の
青あ
お

い 

つ
や
つ
や
と
し
た
肌は
だ

は
、
二
郎
じ
ろ
う

の
書か

こ
う
と
す
る
筆ふ
で

の
先さ
き

の
墨す
み

を
は
じ
き
ま
し
た
。 

そ
れ
で
も
、
二
郎
じ
ろ
う

は
、
何
度
な
ん
ど

と
な
く
筆ふ
で

で
、
そ
の
上う
え

を
こ
す
っ
て
字じ
を
書か
き
ま
し
た
。 

二
郎 

「
お
母か
あ

さ
ん
、
よ
く
書か
け
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
で
い
い
で
す
か
。」 

と
、
二
郎
じ
ろ
う

は
、
き
ゅ
う
り
を
母
親
は
は
お
や

に
示し
め

し
ま
し
た
。 

お
母
さ
ん 

「
お
お
、
い
い
と
も
、
い
い
と
も
。
そ
れ
を
お
ま
え
は
持も

っ
て
い
っ
て 

投な
げ
て
お
い
で
。」 

と
、
お
母か
あ

さ
ん
は
い
わ
れ
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
き
ゅ
う
り
を
持も

っ
て
、
い
つ
も
自
分
じ
ぶ
ん

た
ち
の
よ
く
遊あ
そ

び
に
ゆ
く 

河か
わ

の
橋は
し

の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
雨
上
あ
め
あ

が
り
で
、
水み
ず

が 

な
み
な
み
と
 
岸き
し

に
ま
で
あ
ふ
れ
そ
う
に
 
た
く
さ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
悠
々
ゆ
う
ゆ
う

と
流な
が

れ
て
い
ま
し
た
。 

 
両
岸
り
ょ
う
が
ん

に
は
草く
さ

や
雑
木
ぞ
う
き

が
し
げ
っ
て
い
ま
し
た
。 
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二
郎
じ
ろ
う

は
、
ド
ン
ブ
リ
と
橋は
し

の
上う
え

か
ら
、
手て

に
持も

っ
て
い
た
き
ゅ
う
り
を 

水み
ず

の
上う
え

に
落お

と
し
ま
し
た
。
き
ゅ
う
り
は
、
浮う

き
つ
、
沈し
ず

み
つ
、
二
郎
じ
ろ
う

が 

欄
干
ら
ん
か
ん

に
つ
か
ま
っ
て
見み
て
い
る
間あ
い
だ

に
、
下し
も

の
方ほ
う

へ
と
流な
が

れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
こ
の
日ひ

、
家い
え

に
帰か
え

っ
て
も
、
き
ゅ
う
り
の
こ
と
を
思お
も

い
出だ

し
て
、 

さ
び
し
そ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。 

二
郎 

「
い
ま
ご
ろ
は
、
ど
こ
へ
い
っ
た
ろ
う
？
」 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
あ
て
な
く
、
き
ゅ
う
り
の
行
方
ゆ
く
え

を
思お
も

っ
て
い
た
の
で
す
。 

す
る
と
晩
方
ば
ん
が
た

の
空そ
ら

が
晴は
れ
て
、
か
な
た
に
は
 
夏な
つ

の
赤
銅
色

し
ゃ
く
ど
う
い
ろ

の
雲く
も

が
も
く
も
く
と
、 

頭あ
た
ま

を
そ
ろ
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
遠と
お

く
の
方ほ
う

で
、
雷
か
み
な
り

の
音お
と

が
し
た
の
で 

あ
り
ま
す
。 



  

7 │ 劇団ののと読む 小川未明「遠くで鳴る雷」 

三
場 

�
◆
夜
。
二
郎
が
眠
り
に
就
く
。
き
ゅ
う
り
が
川
を
流
れ
て
い
く
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー 

 
二
郎
じ
ろ
う

は
、
寝ね

る
と
き
も
き
ゅ
う
り
の
こ
と
を
思お
も

っ
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
床と
こ

に
入は
い

る
と
 
じ
き
に
寝
入
ね
い

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
そ
の
間あ
い
だ

、
き
ゅ
う
り
は
、
水み
ず

に
、
流な
が

れ
、
流な
が

れ
て
、
夜よ
る

の
間あ
い
だ

、
森も
り

の
か
げ
や
、 

広ひ
ろ

い
野
原
の
は
ら

や
、
ま
た
い
く
つ
か
の
村む
ら

を
通と
お

り
過す

ぎ
て
、
夜よ

の
明あ

け
た
こ
ろ
に
は 

も
は
や
幾
里
い
く
り

と
な
く
遠と
お

く
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
ま
だ
、 

そ
の
う
え
に
も
、
き
ゅ
う
り
は
、
旅た
び

を
つ
づ
け
て
い
ま
し
た
。 

 
そ
の
日ひ
の
午
後
ご
ご

で
あ
り
ま
し
た
。
一
人
ひ
と
り

の
み
す
ぼ
ら
し
い
ふ
う
を
し
た
乞
食
こ
じ
き

の
子こ
が
、 

低ひ
く

い
橋は
し

の
上う
え

に
立た

っ
て
、
独ひ
と

り
さ
び
し
そ
う
に
、
流な
が

れ
て
ゆ
く
水み
ず

の
上う
え

を 

見み
て
い
ま
し
た
。
 
水み
ず

に
は
、
雲く
も

の
影か
げ

と
草く
さ

の
葉は
の
影か
げ

が
 
映う
つ

っ
て
い
た
ば
か
り
で
す
。 

 
そ
の
と
き
、
一
つ
の
き
ゅ
う
り
が
、
ぶ
か
、
ぶ
か
と
流な
が

れ
て
き
ま
し
た
。 

子
供
こ
ど
も

は
、
棒ぼ
う

を
持も

っ
て
き
て
、
あ
わ
て
て
そ
の
き
ゅ
う
り
を
拾ひ
ろ

い
上あ

げ
ま
し
た
。 

き
ゅ
う
り
に
書か
か
れ
た
文
字
も
じ

は
、
す
っ
か
り
水み
ず

に
洗あ
ら

わ
れ
て
消き
え
て
い
ま
し
た
。 

 
け
れ
ど
、
遠と
お

い
、
遠と
お

い
、
水
上
み
な
か
み

か
ら
流な
が

れ
て
き
た
こ
と
だ
け
は
、
乞
食
こ
じ
き

の
子こ

に
も 

わ
か
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
だ
、
こ
の
あ
た
り
は
、
風か
ぜ

が
寒さ
む

く
て
、 

き
ゅ
う
り
の
芽め
が
 
そ
ん
な
に
大お
お

き
く
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。 

 
乞
食
こ
じ
き

の
子こ

は
、
そ
の
き
ゅ
う
り
を
手て

に
と
っ
て
、
大
喜
お
お
よ
ろ
こ

び
で
し
た
。
さ
っ
そ
く
、 

こ
れ
か
ら
母は
は

や
妹
い
も
う
と

に
見み
せ
よ
う
と
 
あ
ち
ら
に
駆か
け
出だ
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

 
こ
の
日ひ

、
は
じ
め
て
、
山や
ま

の
あ
ち
ら
に
、
雷
か
み
な
り

の
鳴な

る
の
を
 
子
供
こ
ど
も

は
  

き
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
子
供
こ
ど
も

は
ふ
と
途み
ち

の
上う
え

に
立た

ち
止ど

ま
っ
て
、 
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耳み
み

を
傾か
た
む

け
て
い
ま
し
た
。
北き
た

の
方ほ
う

に
も
、
夏な
つ

が
や
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

〈
完
〉



 

｜ 劇団ののと読む 小川未明「遠くで鳴る雷」─ 語彙 i 

１場 
黒土くろつち：黒い土のことです。養分を
多く含むため、作物を育てるのに
向いています。�

きゅうり：春に植えると、夏頃に
実がなる、夏野菜として知られて
います。日本で本格的に栽培され
るようになったのは、江戸時代に
入ってからのことです。今では、
日本の食卓に欠かせない食材にな
っていますね。お盆の精霊馬とし
て使ったり、カッパの好物とされ
たり、特別な意味を持つこともあ
るようです。 

時分じ ぶ ん：おおよその時期や時刻、ま
たはちょうどよい時期のことで
す。 

２場 
初はつなり：その年に初めて実った果
実や野菜のことです。 

水神すいじんさま：水の神様のことで、田

の神様ともされました。カッパや
へび・龍

りゅう
を、神そのものや、神の

遣いとすることもあるようです。
ここでは、水の事故に遭わないよ
うにときゅうりを捧げていること
から、川の神様かもしれません。 

欄干らんかん：橋のふちに、落下防止のた
めに設置される手すりのことで
す。 

悠々ゆうゆうと：ゆったりと落ち着いてい
るようすです。 

暮く れ方がた：夕方のことです。 

赤銅色しゃくどういろ：金属の赤銅のような、艶つや

のある暗い赤色です。 

３場 
床とこ：寝床のこと、つまりお布団の
ことです。 

幾里い く り：「里」は距離の単位で、３
～４kmほどです。「幾」は数がわ
からないことや、たくさんである
ことを表します。「幾里」だと、何
十 kmもの距離になります。 

乞食こ じ き：元は人々から食べ物の寄付
を乞いながら放浪する僧侶を指し
ていましたが、後に物乞いをして
生活する人々のことを指すように
なりました。戦後、生活保護等の
制度が整うまでは、空襲で焼け出
された婦女や傷痍

しょうい
軍人など、物乞

いで生活する人が多くいました。
現代では、差別語とされるため、
使われていません。�

水上みなかみ：川の上流のことです。 

▲欄干 
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木瓜紋は、八坂神社をはじめとする全国の

祇園神社で、神紋（神社の紋章）とされています。

き うりを輪 切りにしたようすと似ていることから、

お祭の前後でき うり断ちをしたり、

奉納したき うりを食べたりする地域があるそうです。

　　　　　　　雲の上の方は気温が低いので氷の粒が、下の方は

　　　　　気温が低いので水の粒が行ったり来たりしています。

氷の粒が激しくぶつかり合い、プラスとマイナスの電気が発生。

プラスの電気は上の方へ、マイナスの電気は下の方へ移動します。

この時に起きる摩擦で光と音が出るのが雲の中の雷です。

雲の下に来たマイナスの電気が、地上のプラスの電気に

向かって飛ぶと、落雷となります。遠雷は、遠くから

聞こえてくる雷で、夏の季語です。

雷の音は、数km先まで

聞こえます。

き うりは、家庭菜園でも比較的簡単に育て

られます。プランターでもO K！ 支柱にツルを

巻き付けて、黄色い花を咲かせますよ。

河童は、川に住むいたずら好きの妖怪です。

川で泳ぐ子どもの足を引っ張ったり、

畑を荒らしたりすると言われていますが……

元々、水の神様として祀られる一面もあります！

河童が好きなものと言えば、相撲とき うり。

相撲は立派な神事ですし、

き うりは、水神様にお供えするお野菜です。

だから、河童はき うりが好きなんですね。

二郎のお母さんが言う「水神様」は、

もしかしたら、河童のことなのかも？

①き うりに割り箸を刺します。

②包丁を、き うりの先っぽから斜めに入れ、

　 くるくると転がしながら切れ目を入れて行きます。

③き うりを塩水に10分ほど漬けます。

④ 約 1日、陰干しします。

夏のお つの代表、1本漬けに楽しい見た目をプラス！

お味噌、ゴマ油、辛子などの調味料もオススメ！

イラスト：スズキ ヨシコ

6月1 4日は、イギリスのき うり栽培者が、 き うりの素晴らしさを

知ってもらうため、2 011年から「世界き うりの日」を始めたとか。

　　　 　　世界中からも河童からも愛されるお野菜、き うりです！

 きゅうりの雷干し
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